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江
戸
時
代
か
ら
南
組
と
北
組
に
分
か
れ
て
�
お
く
る
ま
�
を
曳
き
回
す
、
宮
津
熱
田
社

の
祭
礼
は
四
月
の
第
三
土
曜
日
と
日
曜
日
に
行
わ
れ
ま
す
。
伝
統
的
な
慣
習
を
引
き
継
ぐ

宮
津
の
祭
り
。
今
回
は 
宮  
津  
北  
組  
山  
車 
を
紹
介
し
ま
す
。

み
や 
づ 
き
た 
ぐ
み 
だ 

し

　
「 
後  
見 
に
お
も
い
っ
き
り
た
た
か
れ
て
、

こ
う 
け
ん

背
中
が
真
っ
赤
に
腫
れ
上
が
り
大
変
な

ん
っ
す
よ
」
と
宮
津
北
組
山
車
、 
後  
梶  
方 

あ
と 
か
じ 
か
た

担
当
の
若
衆
が
話
す
。

　

宮
津
地
区
熱
田
社
に
南
組
と
北
組
の

�
お
く
る
ま
�
が 
曳 
き
上
げ
ら
れ
、
境
内

ひ

で
「
せ
り
」
と
呼
ば
れ
る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン

ス
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
。
二
台
の
山
車
が

正
面
を
西
向
き
に
、
社
に
近
い
方
か
ら

「 
上 
」「 
下 
」
と
並
び
（
隔
年
で
両
組
入
れ

か
み 

し
も

替
え
）、勢
い
よ
く
前
後
に
山
車
を
曳
く
一

連
の
動
作
が
繰
り
返
さ
れ
る
。
両
組
が
ダ

イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
動
き
を
競
い
合
う
と
こ
ろ

か
ら
こ
の
儀
式
を
「
せ
り
」
と
呼
ぶ
よ
う

に
な
っ
た
と
い
う
。

　
「
仲
の
い
い 
連 
れ
も
梶
を
取
っ
て
ま
す

つ

が
、
こ
の
と
き
ば
か
り
は
隣
の
組
に
負
け

た
く
な
い
か
ら
力
が
入
る
っ
す
よ
」

　

騎
手
が
馬
に
む
ち
を
入
れ
る
か
の
よ
う

に
、
梶
方
に
指
示
を
出
す
後
見
が
、
梶
棒

を
握
る
若
衆
た
ち
の
背
中
や
尻
を
た
た
き
、

気
合
を
注
入
。
軽
快
な 
囃  
子 
の
音
色
と
と

は
や 
し

も
に
、
山
車
二
台
の
せ
り
で
「
ガ
タ
ガ
タ

ガ
タ
」
と
地
響
き
が
起
こ
り
、
熱
田
社
境

内
は
砂
煙
の
ベ
ー
ル
に
包
ま
れ
る
。
祭
り

は
最
高
潮
を
迎
え
る
。

　

今
年
、
宮
津
北
組
山
車 
大 おお 
行 

ぎ
ょ
う 

司 
を
務
め

じ

る
新
海
健
一
さ
ん
は
「
自
分
た
ち
の
�
お

く
る
ま
�
が
一
番
だ
と
い
う
誇
り
を
持
っ

て
ま
す
」
と
胸
を
張
る
。

　

山
車
の
顔
と
も
言
わ
れ
る
正
面
部
分
の

 
壇  
箱 
に
「
加
藤
清
正
朝
鮮
の
役
」、 
脇 

だ
ん 
ば
こ 

わ
き 

障 
し
ょ
う

 
子 
に
「

じ

 
源
頼
政
鵺
退
治 
」
の
彫
刻
が
施
さ

み
な
も
と
の
よ
り
ま
さ
ぬ
え
た
い
じ

れ
る
。
細
や
か
な
彫
刻
を
得
意
と
し
た 
瀬 せ

 
川  
治  
助  
重  
光 
の
作
品
で
安
政
七
（
一
八
六

が
わ 
じ 
す
け 
し
げ 
み
つ

〇
）
年
に
彫
ら
れ
た
記
録
が
残
る
。

　
�
幕
は
ず
し
�は
昔
か
ら
の
伝
統
を
引
き

継
ぐ
行
事
。「
か
ら
く
り
」
と
「
三
番
叟
」

の
人
形
一
式
を
、
北
組
は
青
年
会
場
、
南

組
は
旧 
鞘  
蔵 
（
山
車
を
収
納
す
る
蔵
）
跡

さ
や 
ぐ
ら

地
の
秋
葉
公
園
入
口
付
近
か
ら
梶
方
が
担

い
で
運
び
、「
せ
り
」
を
終
え
た
山
車
に

乗
せ
て
人
形
を
奉
納
す
る
。

　

北
組
山
車
の 
上  
山 
で
「 
恵  
比  
寿 
・ 
大  
黒 

う
わ 
や
ま 

え 

び 

す 

だ
い 
こ
く

と 
唐  
子 
」
の
主
題
で
か
ら
く
り
人
形
が
演

か
ら 
こ

じ
ら
れ
る
。 
人 にん 
形 

ぎ
ょ
う 
方 
が
糸
を
巧
み
に
動
か

が
た

す
。
恵
比
寿
が
鯛
を
釣
り
上
げ
、
大
黒
が

 
槌 
を
振
り
、
宝
箱
が
割
れ
て
中
か
ら
唐
子

つ
ちが

登
場
。

　

前
壇
で
は
「
三
番
叟
」
が
所
狭
し
と
踊

る
。
三
人
の
男
た
ち
に
操
ら
れ
る
人
形
の

き
め
細
か
な
手
の
動
き
に
、
観
衆
の
視
線

が
集
ま
る
。

　
「
お
く
る
ま
を
曳
く
勇
壮
な
姿
も
見
て

ほ
し
い
で
す
が
、
視
点
を
変
え
て
、
き
め

の
細
か
い
彫
り
物
と
人
形
の
繊
細
な
動
き

も
じ
っ
く
り
と
見
て
も
ら
い
た
い
」
と
新

海
さ
ん
。

　

青
年
会
場
で
宮
津
北
組
山
車
保
存
会
の

メ
ン
バ
ー
が
祭
り
談
議
で
盛
り
上
が
る
。

　
「
祭
り
の
日
が
近
づ
い
て
く
る
雰
囲
気

が
う
れ
し
く
て
た
ま
ら
な
い
ん
だ
よ
ね
。

笛
の
練
習
し
な
が
ら
い
ろ
い
ろ
な
場
面
を

想
像
す
る
ん
だ
よ
」。 
囃  
子  
方 
を
務
め
る

は
や 
し 
か
た

男
性
の
表
情
が
緩
む
。

　

次
回
は
「
宮
津
南
社
山
車
」
を
紹
介
し

ま
す
。

熱田社へ曳き込む宮津北組山車

青年会場に集まる宮津北組山車保存会のメンバー
からくり人形
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